
述
べ
た
よ
う
に
本
地
域
の
旧
石
器
時
代
遺
跡
の
発
見
は
、
単
発
の
資
料
が

違
う
時
代
の
遺
構
に
混
入
し
た
状
態
で
発
見
さ
れ
る
例
が
多
く
、
ナ
イ
フ

形
石
器
な
ど
定
型
化
し
た
製
品
の
出
土
で
は
容
易
に
判
断
で
き
る
も
の

の
、
剥
片
な
ど
は
縄
文
時
代
や
弥
生
時
代
の
そ
れ
と
区
別
が
つ
か
な
い
場

合
が
多
い
。
つ
ま
り
、
一
定
の
時
期
に
特
定
の
地
域
で
使
用
さ
れ
る
石
材

は
、
そ
の
石
材
の
出
土
が
時
代
の
特
定
に
結
び
つ
く
と
言
う
意
味
で
有
効

と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
本
地
域
で
の
調
査
に
お
い
て
、
水
晶
や

赤
チ
ャ
ー
ト
と
い
う
石
材
を
注
意
す
る
こ
と
に
よ
り
、
更
な
る
旧
石
器
時

代
遺
跡
の
認
識
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
石
器
群
と
し
て
認
定
の
で
き
る
三
つ
の
遺
跡
に
つ
い
て
詳
述
し

た
が
、
こ
う
し
た
資
料
を
前
提
と
し
て
京
築
地
域
の
旧
石
器
時
代
資
料
を

概
観
す
れ
ば
、
そ
の
中
心
と
な
る
の
は
ナ
イ
フ
形
石
器
を
主
体
と
す
る
時

期
で
あ
る
。
た
だ
、
辻
田
遺
跡
（
北
九
州
市
）
な
ど
で
は
近
年
斜
軸
尖
頭

器
を
伴
う
石
器
の
存
在
が
報
告
さ
れ
て
い
て
、
中
期
旧
石
器
時
代
の
可
能

性
に
つ
い
て
指
摘
す
る
向
き
も
あ
る
。

さ
て
、
現
在
の
と
こ
ろ
本
地
域
で
最
も
古
い
時
期
の
遺
跡
と
し
て
認
識

で
き
る
の
は
渡
筑
紫
遺
跡
で
、
Ａ
Ｔ
下
位
の
後
期
旧
石
器
時
代
初
頭
と
考

え
ら
れ
る
が
、
ナ
イ
フ
形
石
器
が
不
在
で
あ
り
、
台
形
様
石
器
に
代
表
さ

れ
る
石
器
群
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
く
時
期
に
明
確
な
ナ
イ
フ
形
石
器
を
伴

う
金
居
塚
遺
跡
、
更
に
次
の
段
階
と
し
て
剥
片
尖
頭
器
を
伴
う
青
畑
向
原

遺
跡
が
位
置
付
け
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
薬
師
寺
塚
原
遺
跡
（
豊
前
市
）
で

出
土
し
て
い
る
三
稜
尖
頭
器
の
段
階
を
挟
ん
で
、
原
遺
跡
（
椎
田
町
）
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
細
石
器
の
段
階
へ
と
続
く
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
大
ま

か
に
見
て
二
万
五
〇
〇
〇
年
〜
一
万
三
〇
〇
〇
年
前
の
京
築
地
域
の
様
子

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

そ
の
後
、
時
代
は
土
器
の
出
現
と
と
も
に
縄
文
時
代
（
新
石
器
時
代
）

へ
と
移
り
、
新
た
な
歴
史
の
段
階
へ
と
進
む
。
吉
木
常
末
遺
跡
（
豊
前
市
）

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
縄
文
時
代
早
期
と
呼
ば
れ
る
時
期
で
、
こ
の
間
、
細

石
器
と
縄
文
土
器
の
共
伴
す
る
縄
文
時
代
草
創
期
の
例
は
認
め
ら
れ
な
い

が
、
前
述
の
細
石
器
段
階
の
遺
跡
に
は
、
草
創
期
の
可
能
性
を
否
定
で
き

な
い
も
の
も
あ
る
。

第
四
節

勝
山
町
の
旧
石
器
時
代
資
料

は
じ
め
に

旧
石
器
時
代
に
つ
い
て
は
前
述
の
ご
と
く
そ
の
遺
跡
数

が
他
の
時
代
と
比
べ
圧
倒
的
に
少
な
い
こ
と
か
ら
、
人

類
の
誕
生
と
い
う
世
界
史
的
な
視
野
か
ら
話
を
進
め
、
日
本
列
島
で
の
出

来
事
、
九
州
で
の
状
況
と
あ
ま
り
勝
山
町
と
は
関
係
の
な
い
よ
う
な
範
囲

の
話
に
終
始
し
た
。
し
か
し
、
郷
土
の
歴
史
を
紐
解
く
う
え
で
、
そ
の
過

程
は
ど
う
し
て
も
記
述
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
な
い
限
り
私

た
ち
の
祖
先
の
話
は
説
明
で
き
な
い
。
以
上
の
理
由
を
理
解
い
た
だ
き
、

最
後
に
勝
山
町
域
の
旧
石
器
時
代
遺
跡
の
紹
介
を
し
た
い
。

勝
山
町
内
に
お
い
て
埋
蔵
文
化
財
の
調
査
が
本
格
化
す
る
の
は
昭
和
六

十
年
代
以
降
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
は
定
村
責
二
（
故
人
）
な
ど
に
よ
る
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古
墳
な
ど
の
遺
跡
の
分
布
調
査
に
よ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
紹
介
さ
れ

て
い
る
資
料
の
中
に
は
旧
石
器
時
代
の
石
器
な
ど
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し

か
し
、
発
掘
調
査
に
よ
る
資
料
に
し
て
も
他
の
時
代
の
遺
跡
か
ら
二
次
的

に
出
土
し
た
も
の
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
製
品
と
し
て
の
定
型
的
な
石
器

（
ナ
イ
フ
形
石
器
な
ど
）
は
存
在
し
な
い
。
こ
う
し
た
限
ら
れ
た
情
報
の

中
か
ら
、
そ
の
可
能
性
を
示
す
資
料
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
と
思

う
。御

手
水
原
遺
跡
（
図
２
―
１２
・
１
）

二
〇
〇
〇
年
に
県
営
圃
場
整
備
の
調
査
に
際
し
、
古
墳
の
調
査
に
伴
っ

て
四
号
墳
付
近
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
遺
跡
は
標
高
一
〇
〇
㍍
余
の
段
丘

の
縁
辺
部
に
あ
た
り
、
水
田
面
よ
り
一
段
高
い
微
高
地
に
立
地
す
る
。
資

料
は
赤
チ
ャ
ー
ト
を
素
材
と
し
た
二
次
加
工
の
あ
る
剥
片
で
、
長
さ
四
九

�
、
幅
三
一
�
を
測
る
。
平
坦
打
面
を
有
し
、
右
側
縁
の
一
部
に
若
干
の

二
次
加
工
が
認
め
ら
れ
る
。

黒
田
地
区
遺
跡
群
第
三
地
点
第
Ⅱ
、
Ⅵ
区
（
図
２
―
１２
・
２
〜
６
）

平
成
十
五
年
（
二
〇
〇
三
）
に
黒
田
地
区
の
圃
場
整
備
事
業
に
伴
う
調

査
で
発
見
さ
れ
た
。
付
近
に
は
寺
田
川
古
墳
（
前
方
後
円
墳
）
が
あ
り
、

水
田
面
か
ら
一
段
高
い
標
高
二
〇
㍍
ほ
ど
の
中
位
の
河
成
段
丘
上
に
位
置

す
る
。
資
料
は
都
合
五
点
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
出
土
状
況
は
い

ず
れ
も
有
機
的
な
関
係
は
持
た
な
い
。

第
Ⅱ
区
か
ら
出
土
し
た
資
料
は
赤
チ
ャ
ー
ト
を
素
材
と
し
た
石
核
で
、

厚
手
の
板
状
剥
片
を
横
位
に
用
い
、
平
坦
打
面
か
ら
連
続
し
た
剥
離
を
試

み
て
い
る
。
第
Ⅵ
区
か
ら
は
四
点
の
資
料
が
出
土
し
て
い
る
。
２
は
石
英

を
用
い
た
剥
片
で
、
長
さ
一
九
�
、
幅
八
�
を
測
る
。
細
石
器
と
し
て
は

石
材
が
不
適
で
あ
り
、
技
術
的
な
特
徴
も
看
取
で
き
な
い
。
３
は
黒
曜
石

を
用
い
た
縦
長
剥
片
で
長
さ
三
三
�
、
幅
一
九
�
を
測
り
、
肉
眼
に
よ
る

観
察
で
は
腰
岳
産
と
思
わ
れ
る
。
表
面
の
風
化
の
具
合
な
ど
か
ら
旧
石
器

時
代
の
資
料
と
判
断
し
た
。
４
は
珪
質
岩
を
用
い
た
縦
長
剥
片
と
考
え
ら

れ
る
が
、
節
理
面
に
よ
っ
て
縦
方
向
に
破
断
し
て
お
り
、
全
体
を
知
り
え

な
い
。
５
は
サ
ヌ
カ
イ
ト
を
用
い
た
縦
長
の
使
用
痕
の
あ
る
剥
片
で
、
長

さ
五
四
�
、
幅
二
五
�
を
測
る
。
左
側
縁
に
若
干
の
刃
こ
ぼ
れ
が
認
め
ら

れ
、
素
材
剥
片
を
そ
の
ま
ま
刃
器
と
し
て
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

池
田
地
区
遺
跡
群
第
五
地
点
（
図
２
―
１２
・
７
）

平
成
十
四
年
（
二
〇
〇
二
）
に
諫
山
地
区
の
県
営
圃
場
整
備
事
業
の
調

査
に
伴
い
発
見
さ
れ
た
。
遺
跡
は
池
田
集
落
が
営
ま
れ
る
標
高
五
〇
㍍
ほ

ど
の
高
位
段
丘
の
直
下
に
位
置
し
、
段
丘
上
か
ら
の
流
れ
込
み
と
考
え
ら

れ
る
。
素
材
と
な
る
剥
片
は
安
山
岩
を
用
い
、
自
然
面
を
打
面
と
し
て
剥

出
さ
れ
た
不
定
形
の
剥
片
で
あ
る
。
途
中
か
ら
大
き
く
欠
損
し
て
い
る
た

め
全
体
を
知
り
え
な
い
が
、
丁
寧
な
二
次
加
工
で
刃
部
を
成
形
し
た
ス
ク

レ
イ
パ
ー
で
あ
る
。
表
面
の
風
化
具
合
か
ら
す
れ
ば
縄
文
時
代
の
所
産
で

あ
る
可
能
性
も
否
定
し
き
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
一
応
旧
石
器
時
代
の
も
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4

5

7 0 10cm

6

1 御手水原遺跡 
2～6 黒田地区遺跡群第3地点 
7 池田地区遺跡群第5地点 

図２―１２ 勝山町の旧石器時代資料
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の
と
し
て
お
く
。
現
存
長
で
長
さ
四
一
�
、
幅
四
三
�
を
測
る
。

以
上
、
現
在
知
り
う
る
勝
山
町
内
の
旧
石
器
時
代
資
料
に
つ
い
て
記
し

た
。
し
か
し
、
ナ
イ
フ
形
石
器
な
ど
の
こ
の
時
期
に
特
徴
的
な
石
器
を
伴

わ
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
様
子
を
知
る
手
掛
か
り
は
限
ら
れ
て
い
る
。
た

だ
、
石
材
と
し
て
赤
チ
ャ
ー
ト
を
含
む
こ
と
は
京
築
地
域
の
特
徴
を
示
し

て
お
り
、
石
英
の
使
用
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
遺
跡
の
立
地
を
見
れ
ば

い
ず
れ
も
河
成
段
丘
上
に
位
置
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
特
徴
も
矛
盾
し
な

い
。
背
後
に
控
え
る
平
尾
台
の
青
龍
窟
で
は
マ
ン
モ
ス
象
な
ど
の
化
石
も

発
見
さ
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
二
万
年
を
前
後
す
る
時
期
か
ら
こ
の
勝

山
町
域
で
私
た
ち
の
祖
先
の
営
み
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の

詳
し
い
様
子
は
今
後
の
調
査
に
委
ね
る
し
か
な
い
が
、
地
域
の
歴
史
の
一

ペ
ー
ジ
と
し
て
旧
石
器
時
代
の
存
在
を
認
識
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

写真２―１ 勝山町出土旧石器時代資料

第１章 旧石器時代

97


